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な
つ
か
し
い
風
景
が
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
の
自
然
が
あ
っ

て
、
あ
っ
た
か
い
人
が
迎
え
て
く
れ
る
。
気
負
い
の
な
い

力
強
さ
や
、
や
さ
し
さ
が
、こ
の
町
に
は
あ
り
ま
す
。
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ごめん・なはり線

●
と
う
の
は
ま
へ
ん
ろ
君

オープンデッキ形の車両は、人

気の的。海沿いの風光明媚な景

色が満喫できる。

唐浜駅

安田駅で開かれた開通式典

車窓からのぞむ清流安田川

海岸線ぞいに並ぶビニールハウス

●
や
す
だ
ア
ユ
君

　

ぽ
っ
か
り
と
穴
を
開
け

て
使
わ
れ
な
い
ま
ま
の
ト
ン

ネ
ル
や
、
い
つ
ま
で
も
つ
な

が
ら
な
い
高
架
橋
。
ふ
る
さ

と
の
風
景
の
中
で
、
ち
ょ
っ

と
不
思
議
な
存
在
だ
っ
た

あ
の
線
路
が
、
７
月
１
日
に

つ
い
に
開
通
し
た
。
南
国

市
・
後
免
と
奈
半
利
町
の
間
約
４３
キ
ロ
、
奈

半
利
・
高
知
間
を
最
短
１
時
間
８
分
で
結

ぶ
「
ご
め
ん
・
な
は
り
線
」
。

　

構
想
か
ら
８０
年
、
工
事
着
工
か
ら
３７
年

と
い
う
年
月
を
経
て
の
開
通
だ
け
に
、
県
東

部
の
悲
願
が
達
成
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
は
国
道
５５
号
だ
け
だ
っ
た
東
部

の
交
通
ル
ー
ト
が
増
え
た
こ
と
で
、
様
々
な

効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

車
窓
か
ら
雄
大
な
太
平
洋
が
望
め
る
展

望
の
良
さ
に
加
え
て
、「
ア
ン
パ

ン
マ
ン
」
の
作
者
、
や
な
せ
た
か

し
さ
ん
が
全
駅
の
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
を
提
供
す
る
な
ど
話
題
性
も

抜
群
。
通
勤
、
通
学
は
も
ち
ろ

ん
、
東
部
観
光
の
足
と
し
て
も
活

躍
し
そ
う
だ
。
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●安田町中ノ川

中西 昭子さん

自
慢
の
鮎
寿
司
を
買
い
に

香
川
県
か
ら
も

来
て
く
れ
ち
ゅ
う
よ

お年寄りの人が

買い物に行きやすく

なったと。

能のえいことよね。

　

「
鮎
の
里
ゆ
う
す
い
」
で
働
い
て
い
ま

す
。
普
段
は
通
勤
や
通
学
で
利
用
す
る

人
が
多
い
け
ん
ど
、
お
盆
は
ご
め
ん
・
な

は
り
線
で
安
田
町
に
帰
省
し
た
人
も
結

構
お
っ
た
わ
ね
。
な
つ
か
し
い
顔
に
会
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

お
店
に
は
鮎
寿
司
や
ら
お
野
菜
、
お

菓
子
が
並
ん
で
ま
す
。
鮎
寿
司
は
開
通

の
時
に
四
国
内
の
新
聞
で
紹
介
さ
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
汽
車
を
降
り

て
買
う
て
く
れ
る
人
も
お
る
。
香
川
や
愛

媛
の
人
も
来
た
く
ら
い
よ
ね
。
鮎
は
安
田

町
の
自
慢
や
き
、
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

新
鮮
な
野
菜
や
ナ
ス
の
パ
ウ
ン
ド
ケ
ー

キ
も
喜
ば
れ
ち
ゅ
う
。

　

私
自
身
は
、
ま
だ
１
回
し
か
乗
っ
た
こ

と
が
な
い
が
や
き
。
や
っ
ぱ
り
デ
ッ
キ
の

あ
る
の
に
は
、
ぜ
ひ
乗
っ
て
み
た
い
と
思

う
て
ま
す
。

　

開
通
直
後
に
乗
り
に
い
っ
た
わ
ね
、
１

日
に
２
回
も
。
ま
あ
、
そ
ん
時
は
混
ん
じ
ょ

っ
た
け
ん
ど
、
今
は
落
ち
着
い
た
み
た
い

や
ね
。
安
田
町
に
と
っ
て
は
生
活
の
足
に

な
る
訳
や
き
、
マ
イ
ペ
ー
ス
で
や
っ
て
い
け

ば
い
い
と
思
い
ゆ
う
。

　

お
年
寄
り
の
人
は
喜
ん
じ
ゅ
う
よ
。
高

知
市
の
病
院
や
ら
野
市
の
ス
ー
パ
ー
や
ら

に
行
き
や
す
く
な
っ
た
き
ね
。
行
動
範
囲

が
広
が
る
が
や
な
い
ろ
う
か
。
通
勤
に
使

う
人
も
お
る
よ
う
や
し
。
私
も
普
段
の
移

動
は
車
や
け
ん
ど
、
夜
須
の
ヤ
・
シ
ィ
パ
ー

ク
で
宴
会
を
す
る
の
に
ご
め
ん
・
な
は
り

線
を
使
お
う
と
計
画
中
で
す
。

　

そ
う
そ
う
、
安
田
駅
の
「
鮎
の
里
ゆ
う
す

い
」
に
は
う
ち
の
お
寿
司
も
置
い
ち
ゅ
う

き
ね
。
ど
う
ぞ
、
買
う
て
帰
っ
て
や
。

●安田町安田

中村 君子さん

唐浜駅

安田駅にある
鮎の里「ゆうすい」

安田町
役場

安田川大橋

唐浜駅

ごめん・なはり線←
安芸市

安田川
ふれあい広場

安田川
遊漁センター

闘鶏場

安
田
川

N

安田駅

田野町→

　

安
田
町
内
に
は
、
唐
浜
駅
と

安
田
駅
の
２
つ
の
駅
が
あ
る
。
ど

ち
ら
の
駅
も
木
が
そ
こ
、
こ
こ
に

使
わ
れ
た
い
か
に
も
高
知
ら
し

い
造
り
。
車
椅
子
に
も
対
応
し
た

バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
、
使
い
や
す
い

駅
に
な
っ
て
い
る
。
安
田
町
で
は

地
域
活
性
化
に
つ
な
げ
よ
う
と
、

安
田
駅
に
隣
接
し
た
地
場
産
品

販
売
所
「
鮎
の
里
ゆ
う
す
い
」
を
建
設
。
地

元
の
と
れ
た
て
野
菜
や
ア
ユ
の
姿
寿
司
な

ど
が
並
ぶ
。
地
元
の
利
用
者
と
観
光
客
の

両
方
に
配
慮
し
た
品
揃
え
に
、
細
や
か
な

心
遣
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

潮
風
の
中
を
走
り
ぬ
け
る
、
ご
め
ん
・
な

は
り
線
。
ふ
る
さ
と
の
海
を
眺
め
な
が
ら
の

小
さ
な
汽
車
の
旅
を
、
今
度
の
帰
省
で
は

ぜ
ひ
体
験
し
て
欲
し
い
。
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中山地区で約40年前に1回だけ行われた夏祭

りが、8月31日、中山小中学校体育館に復活。

500人近い人出で賑わった。かき氷などの露店

やフリーマーケットが並んだほか、ステージで

はプロ歌手らのコンサートやプロボクサーのパ

フォーマンス、小川獅子舞などが行われ大い

に盛り上がった。

珍しい鯉すくい

中
山
夏
ま
つ
り
の
実
行
委
員
の
一
人
。

地
元
有
志
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
の
手

作
り
で
祭
り
を
開
催
で
き
た
こ
と
を

喜
ぶ
。「
祭
り
に
よ
っ
て
地
域
の
結
び

つ
き
が
一
層
強
ま
っ
た
。
み
ん
な
で
作

り
、
み
ん
な
で
楽
し
ん
だ
祭
り
。
中
山

地
区
の
睦
み
の
一
つ
と
し
て
、
来
年
か

ら
も
ぜ
ひ
続
け
て
い
き
た
い
」

●
安
田
町
内
京
坊

小
松 

秀
吉
さ
ん
（
５０
歳
）　

ステージでコンサートを行った
「豆電球」こと小松秀吉さん

通
勤
時
間
３
時
間

そ
れ
だ
け
の
価
値
が
安
田
に
は
あ
る

竹
内
範
明
さ
ん
（
５４
歳
）
●
安
田
町
東
島

　

午
前
６
時
３０
分
。
ご
め
ん
・
な
は
り
線
安

田
駅
に
、
竹
内
範
明
さ
ん
が
や
っ
て
く
る
。

こ
れ
か
ら
１
時
間
半
。
職
場
の
あ
る
高
知
市

ま
で
、
汽
車
に
揺
ら
れ
て
通
勤
す
る
。
農
林

水
産
省
高
松
食
糧
事
務
所
高
知
事
務
所
に

勤
め
る
竹
内
さ
ん
に
と
っ
て
、
こ
の
通
勤
時

間
の
長
さ
は
少
し
も
苦
に
な
ら
な
い
と
い

う
。

「
マ
イ
カ
ー
通
勤
で
し
た
が
、
今
は
ご
め
ん
・

な
は
り
線
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
安
田
駅
か

ら
は
座
っ
て
い
け
ま
す
の
で
、
楽
で
す
よ
。
も

う
一
眠
り
も
で
き
る
し
、
本
も
読
め
る
し
」

　

高
知
市
内
に
住
ん
だ
こ
と
も
あ
る
竹
内
さ

ん
だ
が
、
生
ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
に
住
み
た

い
と
帰
郷
し
た
。

「
子
ど
も
の
頃
は
川
で
遊
び
、
海
で
遊
び
、
山

で
遊
ん
だ
。
夏
に
な
る
と
カ
ナ
ツ
キ
を
持
っ

て
、
毎
日
安
田
川
に
出
掛
け
た
も
の
。
そ
の

場
所
で
暮
ら
し
た
か
っ
た
」
と
竹
内
さ
ん
。

　

毎
年
行
わ
れ
る
同
窓
会
で
は
、
県
外
に

住
む
同
級
生
か
ら
「
や
っ
ぱ
り
故
郷
は
い

い
」
と
声
が
上
が
る
と
い
う
。
通
勤
時
間
を

費
や
す
価
値
の
あ
る
場
所
。
田
畑
が
あ
り
、

鮎
が
採
れ
る
川
と
と
も
に
あ
る
故
郷
で
の

生
活
の
贅
沢
さ
を
、
竹
内
さ
ん
は
大
切
に

し
て
い
る
。

農林水産省高松食糧事務所高知事務所にて
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神峯寺

　

古
来
よ
り
安
田
の
町
を
見
続
け
て
き
た

神
木
、
神
峯
の
大
樟
。
神
峯
神
社
の
本
殿

前
に
鎮
座
し
て
い
る
姿
は
、
圧
倒
的
な
雰

囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
子
ど
も
の
頃
、
何

度
も
見
た
こ
の
木
の
威
容
が
、
大
人
に
な
っ

て
初
め
て
分
か
る
。

　

遠
足
で
登
っ
た
神
峯
。
き
つ
い
山
道
に
閉

口
し
、
あ
た
り
の
様
子
に
目
を
配
る
余
裕
す

ら
な
か
っ
た
よ
う
な
思
い
出
が
あ
る
。
し
か

し
年
齢
を
重
ね
た
今
、
神
峯
は
思
い
も
か

け
な
い
親
し
み
を
持
っ
て
迎
え
て
く
れ
た
。

幼
い
頃
に
歩
い
た
道
は
豊
か
な
緑
に
囲
ま

れ
て
、
さ
わ
や
か
な
風
が
吹
き
ぬ
け
る
場
所

だ
っ
た
。

　

落
ち
葉
の
折
り
重
な
っ
た
坂
道
を
、
一

歩
、
一
歩
踏
み
し
め
て
。
顔
を
見
上
げ
る
と

天
を
突
く
大
樟
の
太
い
幹
。
そ
の
根
元
の
う

ろ
に
は
、
巨
木
に
宿
る
神
様
に
さ
さ
げ
る
か

の
よ
う
に
、
小
銭
が
置
か
れ
て
い
る
。
「
久

し
ぶ
り
や
ね
」
。
そ
ん
な
、
な
つ
か
し
さ
が

込
み
上
げ
て
く
る
。

　

さ
ら
に
上
を
目
指
す
と
、
晴
れ
た
日
は

遠
く
足
摺
岬
ま
で
望
め
る
展
望
台
へ
と
た

ど
り
着
く
。
森
の
息
吹
と
降
り
注
ぐ
太
陽
、

そ
し
て
き
ら
め
く
海
の
照
り
返
し
。
安
田
町

の
豊
か
さ
が
集
ま
る
こ
こ
は
、
ま
さ
に
大
樟

の
住
ま
る
場
所
に
ふ
さ
わ
し
い
。

神峯神社のすぐ下にあり、竹林山と号し真言

宗豊山派に属します。本尊は行基作と伝える

十一面観音、開基は聖武帝の天平2年本尊を

安置し、神と共に祀ったと伝えられており、一

年を通して参拝者が絶えません。

四国霊場27番札所

神峯神社

神峯神社本殿〈県保護有形文化財（建造物）〉

は、枌葺三面入母屋造り、三面は千鳥破風、正

面は半唐破風仏堂式で、拝殿本殿を兼ねた珍

しい建物です。参拝者も多く、秋の例祭は県内

有数の祭りとして大いに賑わっています。

神峯山・空と海の展望公園

自然を生かした自然公園で、公園中央には室

戸岬から足摺岬まで一望できる高さ23mの展

望塔があります。園内には花木の庭園、芝生

広場、ログハウス風の休憩所、遊歩道などが

整備されており、家族みんなで自然を満喫で

きます。

神峯のふもとで自然薯やら作ってい

ます。展望台の周りもキレイに整備

されちゅうき、安田に帰ってきた時

はぜひ遊びに寄ってほしいね。

樹
齢
お
よ
そ
九
百
年
と
言
わ
れ
る
巨
木

お
ま
ん
は
覚
え
ち
ゅ
う
か
え
。
神
峯
神
社
の
で
っ
か
い
木
の
こ
と
を
。

相
変
わ
ら
ず
ど
っ
し
り
と
、
安
田
の
こ
と
を
見
守
り
ゆ
う
ぜ
。

●
安
田
町
唐
浜

長
野 

豊
さ
ん
（
５６
歳
）
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新／結いの丘ドーム

旧／安田町（高知新聞社提供）旧／安田中学校

新／観光案内板（唐浜駅）

新／安田中学校 新／中山ふるさと市

旧／安田町商店街（高知新聞社提供）

旧／安田川

新／神峯山の大杉

新／安田駅

1112

新／新東西島橋（高知新聞社提供）

新／地場産品販売所「ゆうすい」

1112



ごめん・なはり線

安
田
駅

唐
浜
駅

新東西島橋

東西島橋

中芸軍鶏組合
安田場所

老人憩の家

福祉館

安田町
役場

安田
郵便局

安田川大橋

至  田野町

西法寺

安田
小学校

安田
中学校

空と海の展望公園

神峯神社

神峯寺

西島

中山のある集落に末さんと言う人がいた。

非常な“あわてこさ”で牛を川へ洗いに行

くと杭につなぐつもりが自分の足につない

でいたり、ウケダマを腰にさし川へ鮎をか

けに行くと、ウケダマのつもりがドウランで

鮎をうけて大笑いになったり…。他にも弁

当と間違えて猫を風呂敷に包んだり、足に

巻くゲートルを柱といっしょに巻き付けた

こともあったと伝えられている。

“あわてこさ”の末さん

安田に鶏買いの権七がいた。ある日、田野

町からの帰りに渡船場で渡し船が来るのを

待っていると、一匹の狸が化けようとして

いた。いたずら好きの権七が狸に「俺は鶏

買いに化けたが、お前は何に化けるか」と

尋ると「何に化けようかと考えている」と答

えたので「そんなら鶏に化けないか、そし

たら俺が籠に入れて向こう岸に渡してやろ

う」。そう権七が言うと狸は大喜びで鶏に

化けた。権七はそれを鶏籠に入れて対岸に

渡り、そのまま家に帰って豆腐汁にして食

ってしまった。人を化かす狸が、反対に人

に化かされた面白い伝説である。

化かされた狸

むかし船倉集落に七人の落人が逃げ

のびて来たが逃げきれず、ついには斬

死してしまった。その後、村に祟りが

起こり村人たちは祠（ほこら）を立てて

七人の霊を慰めた。それから祟りは無

く、今も祠の付近からは武具などの破

片が掘り出されることがあるという。

七人ぐろ

昔ながらの風情が残る
これは街灯？

町の三叉路にいくつかあり、木箱の

中には商売繁盛を願って金比羅様

のお札が祭られています。

中山
ふるさと市

ドライブイン27

27番市

クボタ農機

至  安芸市

「同行二人」が刻まれた
ダルマのようなモニュメント！？

神峯山にある石像は、お遍路さんの無事を

願って「同行二人」の文字を刻んで作られ

たものです。

碑？それとも祭壇！？
なんとも不思議な大石

西島にある幅2m20cm、高さ85cmの台

座のような大石。いったい誰が、どんな

目的で作ったのか…。
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